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一　

問
題
の
所
在

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
に
お
い
て
、
抵
抗
権
と
主
権
と
の
緊
張
関
係
は
難
問
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
一
五
六
二
年
か
ら

九
八
年
の
ナ
ン
ト
の
勅
令
ま
で
続
い
た
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
は
、
そ
れ
が
根
源
的
に
問
わ
れ
た
政
治
的
・
宗
教
的
契
機
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン

ソ
ワ
一
世
お
よ
び
ア
ン
リ
二
世
の
下
で
一
元
化
・
絶
対
化
し
て
い
っ
た
王
権
に
対
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
か
ら
改
革
派
が
流
入
し
た
こ
と
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で
、
政
治
権
力
は
そ
れ
を
秩
序
破
壊
行
為
と
し
て
対
決
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
伝
統
的
な
王
権
制
限
か
ら
の

逸
脱
に
対
す
る
政
治
的
抵
抗
が
熾
烈
な
状
況
を
呈
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
況
に
お
い
て
政
治
秩
序
を
い
か
に
回
復
す

る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
お
け
る
政
治
思
想
は
、
い
か
に
し
て
対
内
的
安
定
性
と
対
外
的
独
立
性
を
統
一
的
に
達
成
で

き
る
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
的
な
課
題
と
し
な
が
ら
、
支
配
服
従
の
権
力
的
契
機
を
重
視
す
る
政
治
秩
序
を
追
求
し
て
い
た
。
ボ
ダ
ン

『
国
家
論
』（
一
五
七
六
）、
リ
プ
シ
ウ
ス
『
政
治
学
』（
一
五
八
九
年
）、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
『
政
治
学
』（
一
六
〇
三
年
）、
グ
ロ
チ
ウ
ス

『
戦
争
と
平
和
の
法
』（
一
六
二
五
年
）
と
い
っ
た
影
響
力
の
あ
る
国
家
論
が
こ
の
時
期
に
相
次
い
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ

の
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
う
し
た
政
治
的
支
配
の
確
立
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
そ
の
権
力
的
契
機
と
い
う
側
面
は
共
有
し
な
が
ら
も
、
極
め
て
分
権
的
・
分

散
的
な
秩
序
を
構
想
す
る
と
い
う
特
異
な
立
場
に
あ
っ
た
の
が
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
で
あ
る
。
絶
対
主
義
を
経
て
確
立
さ
れ
て
い
く
近
代
国

家
像
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
多
元
的
秩
序
は
中
世
社
会
の
残
滓
か
、
あ
る
い
は
秩
序
破
壊
を
生
み
出
す
不
安
定
要
因
と

し
て
一
蹴
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
際
に
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
ギ
ー
ル
ケ
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
る
ま
で
、
政
治
思
想
史
上
に
お
い
て

埋
没
し
続
け
た
思
想
家
な
の
で
あ
っ
た
。

ギ
ー
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
（m

onarchom
achi

＝
暴
君
殺
害
論
者
）
が
主
張
し
た
意
味
に
お
い
て

君
主
に
対
す
る
「
人
民
全
体
（populus universus

）」
の
優
越
性
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
統
治
契
約
と
主
権
と
を
は
じ
め
て
本
格

的
に
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
民
主
権
の
絶
対
的
な
不
可
譲
性
・
不
可
分
性
・
非
時
効
性
を
定
式
化
し
た
。
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の

人
民
主
権
論
は
、
基
本
的
に
は
君
主
制
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
信
仰
の
純
粋
さ
に
対
す
る
配
慮
を
求
め
、
統
治
契
約
を
介
在
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
支
配
権
（im

perium

）
が
人
民
に
由
来
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
核
心
は
、
専
制
君
主
に
対
し
て
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は
抵
抗
が
許
さ
れ
、
裁
判
を
通
じ
て
罷
免
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
こ
の
抵
抗
権
思
想
を

継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
権
力
が
一
元
的
に
集
中
す
る
主
権
概
念
を
敢
え
て
接
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
民
主
権
の
新
た
な
定

式
化
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
ギ
ー
ル
ケ
の
解
釈
は
、
中
世
か
ら
受
容
さ
れ
た
統
治
契
約
の
政
治
思
想
史
に
お
い
て
、
モ
ナ
ル
コ
マ
キ

と
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
連
続
線
上
に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
人
民
主
権
を
再
定
式
化
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
も
の
で

あ
る
。

こ
の
時
代
に
登
場
し
た
抵
抗
権
論
は
、
キ
ケ
ロ
以
来
の
暴
君
殺
害
論
や
伝
統
的
な
王
権
制
約
論
に
「
真
の
宗
教
」
を
具
現
化
す
る
と

い
う
目
的
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
信
仰
的
熱
狂
と
武
力
闘
争
に
よ
っ
て
ア
ナ
ー
キ
ー
を
招
来
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

と
の
批
判
は
不
断
に
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
真
の
宗
教
」
を
求
め
る
政
治
の
急
進
化
が
も
た
ら
す
秩
序

破
壊
的
側
面
ば
か
り
に
目
を
向
け
て
い
た
の
で
は
、
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
と
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
思
想
に
お
け
る
秩
序
統
合
的
側
面
を
と

ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
暴
君
を
殺
害
す
る
と
い
う
論
理
性
の
中
に
は
、
既
存
の
政
治
権
力
を
評
価
し
、
逸
脱
を
抑
制

す
る
規
範
的
・
制
度
的
正
統
性
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

抵
抗
権
は
、
ロ
ー
マ
法
・
註
解
学
派
の
権
威
で
あ
っ
た
バ
ル
ト
ル
ス
に
よ
る
暴
君
の
概
念
的
区
別
、
つ
ま
り
「
資
格
な
き
暴
君

（tyrannus quoad titulum

）」
と
「
行
使
に
よ
る
暴
君
（tyrannus quoad exercitium

）」
と
の
区
別
に
基
づ
き
な
が
ら
極
め
て

抑
制
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
「
資
格
な
き
暴
君
」
に
対
し
て
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
・
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は

も
と
よ
り
、
ボ
ダ
ン
や
バ
ー
ク
レ
ー
と
い
っ
た
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
批
判
者
で
す
ら
、
抵
抗
権
の
行
使
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、「
行
使
に

よ
る
暴
君
」
に
つ
い
て
は
消
極
的
抵
抗
し
か
認
め
て
お
ら
ず
、
こ
の
意
味
で
の
暴
君
は
あ
く
ま
で
も
主
権
者
と
し
て
み
な
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
抵
抗
権
が
問
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
行
使
に
よ
る
暴
君
」
も
主
権
者
た
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
り
、
そ

れ
は
政
治
権
力
の
正
統
性
そ
の
も
の
を
立
憲
主
義
の
観
点
か
ら
問
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
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ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
思
想
の
規
範
的
基
盤
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
お
い
て

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
時
に
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
を
介
し
て
、
中
世
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
や
公
会
議
主
義
、
さ
ら
に

は
一
六
世
紀
に
お
け
る
ト
マ
ス
主
義
の
復
活
と
自
然
法
思
想
な
ど
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
留
ま
ら
な
い
法
学
的
視
点
か
ら
権
力
を
制
約

す
る
立
憲
思
想
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

本
稿
は
、
ロ
ー
マ
法
や
公
会
議
主
義
の
議
論
に
見
ら
れ
た
立
憲
主
義
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
継
承
し
た
モ
ナ
ル
コ
マ
キ

の
特
徴
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
人
民
主
権
論
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
思
想
史
的

連
続
性
に
お
い
て
、
ボ
ダ
ン
―
ホ
ッ
ブ
ス
と
は
異
な
る
主
権
論
の
可
能
性
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

二　

主
権
論
と
フ
ラ
ン
ス
法
学

一
六
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
王
権
論
は
、
教
皇
に
対
す
る
公
会
議
の
優
位
、
教
皇
に
対
す
る
王
権
の
優
位
、
高
等
法
院
に
よ
る

フ
ラ
ン
ス
教
会
主
義
の
擁
護
と
い
っ
た
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
の
諸
側
面
と
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
一
元
化
・
絶
対
化
の
歩
み
を
進
め
て
い
た
。

教
皇
権
の
弱
体
化
は
、
一
四
一
四
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
で
教
皇
に
対
す
る
公
会
議
の
優
位
が
認
め
ら
れ
て
以
降
、
バ
ー
ゼ
ル
公

会
議
（
一
四
三
一
年
）
や
ブ
ル
ジ
ュ
国
事
詔
書
（
一
四
三
八
年
）、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
が
ロ
ー
マ
教
皇
レ
オ
一
〇
世
に
対
し

て
大
司
教
・
司
教
・
修
道
院
院
長
な
ど
の
高
位
聖
職
者
の
叙
任
権
が
国
王
に
あ
る
こ
と
を
承
認
さ
せ
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
条
約

（
一
五
一
六
年
）
に
お
い
て
決
定
的
と
な
っ
た
。
王
権
の
教
皇
か
ら
の
独
立
は
、
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
の
確
立
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。

元
来
は
司
法
制
度
と
慣
習
に
よ
っ
て
王
権
と
の
緊
張
関
係
を
有
し
て
い
る
高
等
法
院
も
、
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
を
擁
護
し
て
王
権
の
教
皇
権

に
対
す
る
優
位
の
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

（
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こ
う
し
た
王
権
の
伸
長
は
、
中
世
に
お
い
て
発
展
し
た
ロ
ー
マ
法
の
受
容
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
。
王
権
と
神
と
の
直
接
的
結
合
を

強
調
す
る
王
権
神
授
説
に
加
え
て
、
ロ
ー
マ
法
の
観
点
か
ら
も
国
王
の
世
俗
的
権
利
を
基
礎
づ
け
る
新
し
い
理
論
が
構
築
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
王
権
と
高
等
法
院
と
を
同
一
化
す
る
権
力
集
中
の
思
想
で
あ
り
、
伝
統
的
な
王
権
制
約
を
流
動
化
さ
せ
な
が
ら
、
法

に
対
す
る
国
王
の
優
位
を
決
定
づ
け
る
流
れ
で
あ
っ
た
。

し
か
も
一
六
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
一
四
五
三
年
の
モ
ン
テ
ィ
ル
＝
レ
＝
ト
ゥ
ー
ル
王
令
に
基
づ
く
フ

ラ
ン
ス
慣
習
法
の
公
的
編
纂
の
作
業
が
結
実
し
て
き
て
い
た
点
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
慣
習
法
は
、
ロ
ー
マ
法
や
教
会
法
と
比
べ
て
体

系
性
に
欠
い
て
き
た
が
、
こ
の
編
纂
・
改
訂
作
業
が
著
し
く
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
慣
習
法
学
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
慣
習
法
は
、
そ
の
適
用
範
囲
が
当
該
地
域
に
限
定
さ
れ
る
「
地
方
慣
習
法
」
と
広
域
的
な
適
用
範
囲
を
有
す
る
「
一
般
慣
習
法
」
と

い
う
形
で
整
理
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
一
般
慣
習
法
に
関
し
て
は
法
学
者
た
ち
に
よ
る
註
釈
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
フ

ラ
ン
ス
固
有
の
法
学
を
確
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
共
通
慣
習
法
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
デ
ュ
ム
ー
ラ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
ロ
ー
マ
法
に
代
わ
る
法
的
判
断
基
準
の
確
立
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
慣
習
法
の
確
立
に
は
、
こ
の
時
期
に
発
展
し
た
人
文
主
義
法
学
の
影
響
が
あ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス
に
代
表

さ
れ
る
一
四
世
紀
の
ロ
ー
マ
法
註
解
学
派
は
、
主
意
主
義
的
な
権
威
に
傾
斜
し
て
き
た
註
釈
学
派
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
法
の
事
実
へ
の

適
用
可
能
性
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
法
を
め
ぐ
っ
て
は
権
威
よ
り
も
理
性
の
優
位
を
強
調
し
、
ロ
ー
マ
法
を
理
性
に

基
づ
く
普
遍
的
な
法
原
理
を
意
味
す
る
「
普
通
法
（ius com

m
une

）」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ロ
ー

マ
法
の
現
実
的
諸
問
題
へ
の
適
用
は
、原
典
で
あ
る
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
か
ら
遠
ざ
か
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、ギ
ョ
ー
ム
・

ビ
ュ
デ
、
ツ
ァ
ジ
ウ
ス
、
ア
ン
ド
レ
ア
・
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
と
い
っ
た
人
文
主
義
法
学
者
た
ち
は
、
古
き
註
解
を
引
き
剥
が
し
、
古
典
に

忠
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
法
の
真
理
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
王
権
が
集
中
し
て
い
く
流
れ
の
中
で
、
支
配
権
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
古
来
の
慣
習
と
政
治
制
度
の
歴
史

を
研
究
す
る
と
い
う
新
し
い
方
法
論
に
よ
っ
て
、
立
憲
思
想
が
明
確
に
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
点
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
が
王
権
と
の

対
抗
関
係
の
中
で
い
か
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
で
あ
る
。

一
六
世
紀
後
半
の
歴
史
的
流
れ
は
、
一
つ
の
信
仰
と
い
う
基
盤
そ
の
も
の
が
分
裂
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
秩
序
統
合
の
課
題
は
政
治

そ
れ
自
体
に
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。王
権
の
一
元
化
・
絶
対
化
の
動
き
は
、ま
さ
に
安
定
し
た
秩
序
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
政
教
条
約
に
よ
っ
て
政
治
権
力
が
教
会
を
統
制
化
に
置
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
教
会
腐
敗
に
対
す
る
改
革
派
勢
力
と
の
衝
突
を

不
可
避
の
も
の
と
し
て
い
っ
た
。
王
権
に
よ
る
改
革
派
へ
の
異
端
審
問
や
宗
教
的
弾
圧
は
、
一
五
三
四
年
の
檄
文
事
件
を
き
っ
か
け
に

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
に
よ
っ
て
本
格
的
に
始
ま
り
、
ア
ン
リ
二
世
、
さ
ら
に
は
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ
ス
や
ギ
ー
ズ
家
の
下
に
お

け
る
熾
烈
な
異
端
迫
害
は
、
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
を
泥
沼
化
さ
せ
、
一
五
七
二
年
の
サ
ン
・
バ
ル
テ
ル
ミ
の
大
虐
殺
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
っ

た
。こ

う
し
た
政
治
的
混
乱
の
中
で
、
穏
健
派
カ
ト
リ
ッ
ク
の
中
か
ら
は
、
信
仰
よ
り
も
政
治
を
重
視
す
る
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
が
登
場
し

て
く
る
。
彼
ら
は
、
政
治
的
理
由
か
ら
寛
容
を
唱
え
、
両
派
を
妥
協
さ
せ
る
道
を
模
索
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
ボ
ダ
ン
は
、

大
虐
殺
以
降
に
お
い
て
本
格
的
に
登
場
し
た
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
主
張
が
、
暴
君
に
対
す
る
武
力
闘
争
を
も
許
容
す
る
こ
と
か
ら
、
秩
序

破
壊
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
る
と
し
て
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

元
々
ボ
ダ
ン
は
、
ロ
ー
マ
法
註
解
学
派
を
批
判
す
る
と
と
も
に
人
文
主
義
法
学
を
擁
護
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
彼
は
、
王
権
に
よ
る

法
の
統
一
を
求
め
て
い
た
が
、
共
通
慣
習
法
か
ら
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
普
遍
的
妥
当
性
を
持
つ
新
し
い
法
学
の
構
築
へ
と
向
か
う
。

一
五
六
六
年
『
歴
史
を
容
易
に
理
解
す
る
た
め
の
方
法
』
は
、
膨
大
な
歴
史
的
資
料
か
ら
普
遍
的
妥
当
性
を
持
つ
要
素
を
抽
出
す
る
と

い
う
方
法
論
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
書
か
れ
た
理
性
」
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ボ
ダ
ン
に
と
っ
て
の
権
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力
抑
制
の
根
本
は
、
決
し
て
ア
ナ
ー
キ
ー
を
も
た
ら
す
抵
抗
権
思
想
に
よ
っ
て
は
果
た
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ボ
ダ
ン

は
、
こ
れ
ま
で
有
し
て
い
た
権
力
抑
制
的
契
機
を
後
退
さ
せ
、『
国
家
論
』（
一
五
七
六
）
に
お
い
て
は
絶
対
主
義
擁
護
へ
と
向
か
う
の

で
あ
る
。
主
権
と
は
「
国
家
の
絶
対
に
し
て
永
続
的
権
力
（la puissance absolute et perpetuelle d’une République

）」
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
「
他
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
し
に
す
べ
て
の
人
々
に
法
を
与
え
る
権
力
」
で
あ
る
立
法
権
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

法
と
は
主
権
者
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
命
令
で
あ
り
、
主
権
に
依
存
す
る
自
由
な
「
臣
民
（sujet

）」（
＝
「
市
民
（citoyen

）」）
が

一
方
的
に
服
従
す
る
支
配
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ア
ナ
ー
キ
ー
を
克
服
す
る
た
め
に
は
権
力
の
一
体
性
・
絶
対
性
を
敢
え
て

擁
護
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
主
権
論
は
、
身
分
制
議
会
や
高
等
法
院
を
通
じ
て
身
分
的
特
権
や
慣
習
的
地
位
を
尊
重
す
る

こ
と
で
王
権
に
対
し
て
制
約
を
課
す
伝
統
的
王
権
論
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
臣
民
に
よ
る
抵
抗
の
可
能
性

を
許
容
す
る
も
の
は
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
暴
君
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
抵
抗
権
は
、
君
主
（princeps

）
と
人
民
（populus

）
と
い
う
対
抗
関
係
に
お
い
て
と
ら
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
中
世
の
教
会
法
学
や
ロ
ー
マ
法
の
受
容
の
中
に
思
想
史
的
源
流
を
有
し
て
い
る
。
人
民
が
優
位
す
る
こ
と
に
政

治
権
力
の
正
統
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、
人
民
に
根
拠
を
有
す
る
法
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
、
代
表
者
を
通
じ
て
表
明
さ
れ
る
人
民
の

同
意
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
立
憲
主
義
の
伝
統
と
し
て
継
承
さ
れ
、
暴
君
殺
害
論
の
伝
統
と
と
も
に
、
抵
抗

権
思
想
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

公
会
議
主
義
・
ロ
ー
マ
法
と
人
民
主
権
論

中
世
に
お
け
る
人
民
主
権
の
形
成
過
程
は
、
主
に
世
俗
秩
序
と
教
会
秩
序
の
双
方
に
お
い
て
固
有
の
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
ギ
ー
ル
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ケ
の
団
体
理
論
に
よ
れ
ば
、
人
民
主
権
の
理
念
は
「
人
民
全
体
」
が
有
す
る
根
源
的
か
つ
能
動
的
な
権
利
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ゲ
ル
マ
ン
的
団
体
理
念
と
ロ
マ
ニ
ス
ト
＝
カ
ノ
ニ
ス
ト
的
社
団
理
論
、
お
よ
び
そ
の
融
合
を
通
じ
て
発
展
し
て
き
た
。
ま
た
W
・
ウ
ル

マ
ン
は
、
政
治
的
権
威
の
正
当
化
の
源
泉
が
神
に
あ
る
と
す
る
「
下
降
理
論
（
主
権
在
神
理
論
・
神
聖
君
主
制
理
論
）」
に
対
抗
す
る

も
の
と
し
て
、人
民
に
源
泉
を
求
め
る「
上
昇
理
論（
主
権
在
民
理
論
・
人
民
主
権
論
）」に
注
目
し
て
い
る
。さ
ら
に
J
・
N
・
フ
ィ
ッ

ギ
ス
に
よ
れ
ば
、
立
憲
主
義
は
、
教
皇
に
対
し
て
公
会
議
が
優
位
す
る
と
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
の
契
機
が
決
定
的
で
あ
り
、
そ

の
後
の
宗
教
改
革
、
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
、
イ
エ
ズ
ス
会
、
オ
ラ
ン
ダ
独
立
革
命
と
続
く
歴
史
の
中
で
発
展
し
た
の
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ッ
ギ

ス
の
影
響
を
受
け
た
B
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
も
、
公
会
議
主
義
の
淵
源
と
し
て
の
教
会
法
学
、
さ
ら
に
は
一
二
世
紀
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の

再
興
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
憲
主
義
の
思
想
史
的
源
流
を
拡
大
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

≪
支
配
権
と
人
民
≫

一
一
世
紀
末
の
聖
職
叙
任
権
闘
争
は
、
国
王
に
よ
る
聖
職
者
の
任
命
と
い
う
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
伝
統
的
な
教
会
観
そ
の
も
の
に
対

す
る
変
革
の
契
機
を
内
包
し
、
さ
ら
に
は
世
俗
的
秩
序
を
め
ぐ
る
新
し
い
流
れ
と
も
結
び
つ
い
た
。
神
政
政
治
中
心
の
前
提
か
ら
統
治

に
固
有
の
問
題
を
検
討
す
る
流
れ
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
聖
俗
双
方
に
関
わ
る
法
学
研
究
の
進
展
を
促
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
神
学
か
ら
区
別
さ
れ
た
教
会
法
学
の
再
構
築
を
図
っ
た
『
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
教
令
集
（D

ecretum

）』（
一
一
四
〇
年
）
や
そ
れ

以
降
の
教
会
法
学
の
展
開
は
、
教
皇
権
お
よ
び
世
俗
権
力
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
新
た
な
拠
り
所
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
秩
序
・

組
織
の
再
構
築
に
お
い
て
固
有
の
権
力
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

教
会
組
織
の
問
題
は
、
一
方
で
は
教
皇
が
ロ
ー
マ
教
会
に
お
い
て
絶
対
的
な
権
威
で
あ
る
と
主
張
す
る
「
教
皇
首
位
説
（papal 

prim
acy

）
が
教
令
集
学
派
の
教
会
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
。
教
皇
権
力
は
教
会
の
裁
治
権
の
源
泉
に
外
な
ら
ず
、
教
皇
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は
他
の
司
教
の
上
位
に
位
置
す
る
が
ゆ
え
に
、
逆
に
司
教
の
側
は
教
皇
に
対
し
て
抗
議
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
教
皇
よ
り
も
公
会
議
に
お
い
て
正
統
信
仰
に
関
わ
る
決
定
が
な
さ
れ
る
と
説
く
立
場
が
、
や
は
り
教
会
法
学
の
中
か
ら
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
「
公
会
議
主
義
（conciliarism

）」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
会
権
力
と
世
俗
権
力
と
の
対
立
と
は
別
に
、
教
会
の
権

威
が
教
皇
に
属
す
る
の
か
、
信
徒
の
集
合
体
で
あ
る
教
会
全
体
と
そ
の
代
表
機
関
で
あ
る
公
会
議
に
属
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う

も
の
で
あ
り
、
教
会
組
織
の
内
部
に
お
け
る
権
力
関
係
と
し
て
、
教
皇
の
絶
対
性
に
対
す
る
公
会
議
の
優
位
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
公
会
議
主
義
の
実
践
的
意
味
は
、
教
皇
主
義
が
集
権
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
司
教
権
主
義
の
反
動
に
外
な
ら
な
い
。
教

皇
が
首
長
で
あ
る
こ
と
は
、
神
的
に
制
定
さ
れ
た
教
会
の
根
本
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
教
皇
は
同
意
な
し
に
他
の
司
教
の
権

限
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
教
皇
の
座
が
空
位
に
な
る
た
び
に
教
会
権
力
は
「
教
会
全
体
」
に
帰
還

す
る
と
い
う
考
え
方
は
、枢
機
卿
た
ち
が
教
会
の
代
表
と
し
て
新
し
い
教
皇
を
選
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
信
仰
事
項
に
つ
い
て
は
「
教
会
全
体
」
の
み
が
不
可
謬
の
存
在
で
あ
り
、
教
会
の
誤
謬
性
と
罷
免
可
能
性
は
教
会
法
学
の
認
め
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
公
会
議
の
優
位
性
は
、
ま
さ
に
専
制
権
力
に
対
す
る
立
憲
主
義
の
闘
争
を
本
格
的
に
導
い
て
い

く
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。「
教
会
全
体
」
の
主
権
性
と
「
人
民
全
体
」
の
主
権
性
と
の
相
同
性
が
見
出
さ
れ
、
具
体
的
に
は
同
意
論
と

し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

パ
リ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
は
『
王
権
と
教
皇
権
に
つ
い
て
（D

e potestate regis et papali

）』
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
主
義
に
立
脚
し
な
が
ら
、

自
然
な
も
の
と
し
て
の
世
俗
権
力
と
超
自
然
的
な
も
の
と
し
て
の
教
会
権
力
と
を
区
別
し
た
上
で
、
世
俗
権
力
は
市
民
の
有
徳
な
生
活

の
実
現
た
る
「
共
通
善
」
の
た
め
に
行
使
さ
れ
、
一
方
の
教
会
権
力
は
信
徒
の
「
魂
の
救
済
」
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
国
家
は
自
然
の
産
物
で
あ
り
、
自
然
は
神
の
産
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
国
家
は
神
に
帰
す
も
の
の
、

よ
り
直
接
的
に
は
「
人
民
」
に
帰
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
国
王
の
権
力
は
人
民
に
よ
る
選
挙
を
通
し
て
神
に
由
来
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す
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、「
人
民
の
意
志
」
に
よ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
皇
の
政
治
権
力
に
も
転
用
さ
れ
、

人
民
主
権
論
と
し
て
聖
俗
双
方
に
貫
徹
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
人
民
主
権
論
は
、
さ
ら
に
パ
ド
ゥ
ア
の
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
『
平
和
の
擁
護
者
（D

efensor pacis

）』
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
自
然
と
超
自
然
は
そ
れ
ぞ
れ
が
完
全
に
分
離
し
て
自
治
的
に
存
立
す
る
も
の
と
さ
れ
、
国
家
は
市
民
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
自
立
的
な
公
的
団
体
と
と
ら
え
ら
れ
た
。
し
か
も
そ
こ
で
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
の
が
法
で
あ
っ
た
。
ト
マ
ス
主
義

に
な
ら
っ
て
、
法
が
有
す
る
強
制
力
の
究
極
的
な
根
拠
は
神
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
間
の
生
活
を
秩
序
づ
け
る
強
制
そ
の
も
の
は
人
民

に
由
来
し
て
お
り
、
法
と
は
「
人
民
全
体
」
の
意
志
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
重
要
な
の
は
、

人
民
が
主
権
者
で
あ
っ
て
、
人
民
の
上
に
は
何
も
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

人
民
は
そ
の
立
法
権
を
、
投
票
権
の
あ
る
市
民
集
会
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
選
ば
れ
た
代
表
者
の
集
会
に
お
い
て
行
使
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
意
志
を
も
っ
て
国
家
を
形
成
す
る
。
無
論
、「
人
民
全
体
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
政
治
権
力
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、

最
高
執
政
官
の
職
務
を
創
設
し
て
行
使
を
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
支
配
者
が
立
法
者
に
従
属
す
る
こ
と
は
何
ら
変
わ
ら
ず
、
統

治
者
に
問
題
が
あ
る
場
合
は
解
任
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
支
配
者
は
、
人
民
の
意
志
と
同
意
に
基
づ
い
て
、
人
民
の
意
志
と
調
和
す
る

よ
う
に
統
治
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
自
由
な
る
人
民
は
い
か
な
る
者
に
も
従
属
し
な
い
と
い
う
原
則
が
教
会
組
織
に
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
人
民

主
権
論
の
展
開
に
と
っ
て
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
巧
み
に
と
ら
え
た
の
が
ジ
ェ
ル
ソ
ン
の
『
教
会
権
力
に
つ

い
て
』
で
あ
る
。
ジ
ェ
ル
ソ
ン
に
と
っ
て
の
公
会
議
は
教
会
全
体
を
体
現
す
る
一
つ
の
団
体
的
全
体
で
あ
り
、
教
皇
権
力
も
内
包
す
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
皇
は
教
会
全
体
の
部
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
全
体
を
意
味
す
る
公
会
議
は
個
人
と
し
て
の
教
皇
よ
り
も
優

越
し
て
い
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
共
同
体
そ
の
も
の
は
政
府
が
崩
壊
し
て
も
消
滅
は
し
な
い
の
で
あ
り
、
支
配
体
制
を
再
建
す
る
た
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め
に
代
表
団
体
を
制
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
混
合
政
体
論
と
同
じ
構
造
な
の
で
あ
る
。

≪
自
治
と
人
民
≫

一
方
、
ロ
ー
マ
法
の
受
容
も
人
民
主
権
論
の
展
開
に
と
っ
て
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
の
法
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
唯
一

の
立
法
者
た
る
皇
帝
が
作
成
し
た
『
市
民
法
大
全
』
は
絶
対
的
権
威
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
書
か
れ
た
理
性
」
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
法
を

矛
盾
な
く
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
と
現
実
の
間
で
生
じ
る
矛
盾
に
対
し
て
も
詳
細
な
註
釈
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
体
系
の

中
で
統
一
的
に
克
服
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
註
釈
学
派
を
立
ち
上
げ
た
イ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
唯
一
の
立
法
者
た
る
皇
帝
の
権
威
を
強
調

し
、
そ
の
復
元
を
徹
底
す
べ
く
、
法
文
の
配
列
に
し
た
が
っ
て
各
法
文
の
字
句
の
意
味
を
厳
格
に
解
釈
す
る
方
法
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
註
釈
学
派
に
よ
っ
て
強
力
に
主
張
さ
れ
た
の
が
、
支
配
権
の
問
題
で
あ
っ
た
。
イ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
皇
帝
の
独
占
的
な
立
法
権
を

強
調
し
、「
王
法
（lex regia

）」
を
も
っ
て
人
民
は
そ
の
保
有
す
る
全
支
配
権
を
皇
帝
に
譲
渡
し
た
と
定
め
（『
学
説
彙
纂
（D

igesta

）』

第
一
巻
第
四
章
第
一
法
文
）
は
、
そ
の
重
要
な
根
拠
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
た
君
主
は
法
律
に
拘
束
さ
れ
な
い
（『
学

説
彙
纂
』
第
一
巻
第
三
章
第
三
一
法
文
）
と
い
う
根
拠
と
と
も
に
、
皇
帝
は
国
家
の
利
益
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
う
る
と
い
う

権
力
を
有
す
る
根
拠
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
立
法
の
権
威
が
慣
習
と
同
じ
く
人
民
の
同
意
に
由
来
す
る
と
い
う

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
学
説
彙
纂
』
第
一
巻
第
三
章
第
三
二
法
文
）。
こ
の
命
題
の
違
い
は
、
人
民
は
権
力
を
譲
っ
た
の
か
否
か

と
い
う
問
い
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
学
研
究
の
発
展
と
と
も
に
捉
え
ら
れ
、
人
民
主
権
論
は
ア
ゾ
を
皮
切
り
に
本
格
的
に
展
開
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
問
い
は
、
皇
帝
よ
り
「
団
体
（universitas

）」
と
し
て
の
人
民
、
つ
ま
り
「
人
民
全
体
」
に

大
き
な
権
力
が
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
に
基
づ
く
支
配
権
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
次
第
に
イ
タ
リ
ア
都
市
国
家
の
封
建
的
慣
習
と
の
間
で
緊
張
関
係
に
直

（
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面
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
三
世
紀
以
降
の
商
取
引
の
活
性
化
や
経
済
圏
の
広
域
化
、
い
わ
ゆ
る
都
市
の
自
治
の
発
達
は
、『
市
民

法
大
全
』
の
厳
格
な
法
文
解
釈
に
よ
っ
て
は
対
応
し
き
れ
な
い
問
題
を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
都
市
国
家
が
ロ
ー
マ

法
に
反
す
る
条
例
を
制
定
し
、
そ
の
効
力
を
ロ
ー
マ
法
に
優
先
さ
せ
る
動
き
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
法
学
者
の
解
釈
は
大
き

く
分
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
動
き
は
、
ロ
ー
マ
法
解
釈
を
社
会
の
実
態
に
即
し
た
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
を
促
し
、
い
わ

ゆ
る
註
解
学
派
が
誕
生
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
権
威
よ
り
理
性
を
重
視
し
、
法
解
釈
の
み
な
ら
ず
法
創
造
を
積
極
的
に
図
ろ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
的
な
法
学
者
こ
そ
、
中
世
最
大
の
法
学
者
と
称
さ
れ
る
バ
ル
ト
ル
ス
で
あ
り
、
人
民
主
権
論
の

観
点
に
お
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
の
政
治
原
理
と
見
事
に
整
合
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

バ
ル
ト
ル
ス
は
、『
市
民
法
大
全
』
全
体
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
註
解
を
著
し
た
。
法
は
事
実
に
適
合
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
ア

ゾ
の
見
解
を
継
承
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
帝
国
の
普
遍
的
統
一
と
い
う
理
念
と
都
市
自
治
と
い
う
現
実
と
を
新
た
に
統
合
す
る
方
向
性
を

切
り
拓
い
た
。
確
か
に
、
都
市
国
家
が
事
実
上
存
在
し
て
い
る
と
は
言
え
、
法
的
な
支
配
権
は
皇
帝
に
帰
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

王
法
に
よ
っ
て
人
民
が
皇
帝
に
譲
渡
し
た
立
法
権
を
撤
回
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。そ
こ
で
バ
ル
ト
ル
ス
は
、

皇
帝
の
支
配
権
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
都
市
国
家
の
条
例
制
定
権
を
法
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。そ
の
根
拠
こ
そ
は
、

都
市
国
家
が
自
己
統
治
の
た
め
に
事
実
上
行
使
し
て
い
る
支
配
権
た
る
「
裁
治
権
（jurisdictio

）」
に
外
な
ら
な
い
。

こ
の
事
実
上
行
使
さ
れ
て
い
る
裁
治
権
は
、
具
体
的
に
は
都
市
国
家
に
お
け
る
慣
習
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
慣
習
が
法
律

と
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
の
は
国
民
の
同
意
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
り
、
暗
黙
の
同
意
で
あ
る
慣
習
は
法
律
と
同
様
の
拘
束
力
を
有
し
て

い
る
（『
学
説
彙
簒
』
第
一
巻
第
三
章
第
三
二
法
文
）。
ま
た
こ
れ
に
対
す
る
註
解
と
し
て
も
、
慣
習
は
都
市
の
市
民
の
同
意
を
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
上
位
者
た
る
皇
帝
の
承
認
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
上
位
者
を
認
め
な
い
都
市
は
そ

れ
自
身
の
皇
帝
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
裁
治
権
は
皇
帝
の
許
可
に
よ
ら
ず
と
も
、
都
市
が
自
ら
行
使
し
て
き

（
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た
と
い
う
使
用
の
事
実
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
条
例
制
定
権
は
こ
の
裁
治
権
の
範
囲

内
に
お
い
て
行
使
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
普
通
法
を
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
地
域
条
例
は
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
都
市
や
地
域
の
諸
条
例
が
効
力
を
有
す
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
明
確
に
区
分
さ
れ
、
条
例
に
欠
缺
が
あ
る

場
合
に
ロ
ー
マ
法
は
補
完
的
に
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
帝
国
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
ロ
ー
マ
法
の
解
釈
は
、
人
民
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
権
限
の
譲
渡
を
実
定
法
的
基
礎
と
し
て
人

民
主
権
に
基
づ
く
絶
対
君
主
政
の
正
統
化
を
推
し
進
め
た
反
面
、
慣
習
と
し
て
の
裁
治
権
の
事
実
上
の
行
使
が
力
を
持
ち
、
そ
の
註
解

が
拡
大
し
て
い
く
と
、「
人
民
全
体
」
の
権
利
の
承
認
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
人
民
に
よ
っ
て
皇
帝
に
譲
渡
さ
れ

た
の
は
あ
く
ま
で
も
統
治
権
の
行
使
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
の
註
解
学
派
の
見
解
は
、そ
の
後
に
本
格
化
す
る
統
治
契
約
と
相
ま
っ
て
、

一
方
の
契
約
当
事
者
で
あ
る
人
民
が
主
権
者
で
あ
る
と
の
理
解
を
切
り
拓
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
問
い

モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
、
中
世
に
起
源
を
有
す
る
統
治
契
約
か
ら
直
接
的
に
人
民
主
権
を
結
論
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
旧
約
聖
書
、

ロ
ー
マ
法
、
さ
ら
に
は
歴
史
的
論
証
を
積
極
的
に
援
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
が
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
と
の
批
判
を
回

避
し
つ
つ
、
そ
の
抵
抗
権
思
想
を
主
張
し
う
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
政
治
的
服
従
を
拒
絶
し
、
こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き

た
よ
う
な
公
会
議
主
義
的
・
ロ
ー
マ
法
的
な
立
憲
主
義
の
伝
統
に
向
き
を
変
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。そ
れ
に
よ
っ
て
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
、

抵
抗
権
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
同
意
に
よ
っ
て
政
治
社
会
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
と
を
結
び
つ
け
る
論
拠
を
獲
得
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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宗
教
的
弾
圧
や
迫
害
と
の
直
接
的
な
武
力
闘
争
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ユ
グ
ノ
ー
の
側
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
伝
統
的
な
王
権
へ
の
諸
制

約
を
突
破
し
て
い
く
絶
対
主
義
は
正
統
性
を
喪
失
し
て
い
る
と
映
っ
た
。
も
っ
と
も
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
に
と
っ
て
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、

皇
帝
権
力
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
は
、「
す
べ
て
の
権
力
は
神
に
由
来
す
る
」
と
い
う
原
則
と
「
人
に
従
う
よ
り
は
神
に
従
え
」
と

い
う
中
世
世
界
を
規
定
し
て
き
た
緊
張
関
係
に
お
い
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
前
者
の
原
則
を
踏
ま
え
て
受
動
的
服
従
の
立
場
に
立
ち
、
秩

序
を
破
壊
す
る
抵
抗
に
つ
い
て
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
に
と
っ
て
の
問
い
は
、
統
治
者
や
執
政
官
の
職
責

そ
の
も
の
へ
と
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
責
務
を
果
た
さ
な
い
統
治
者
に
も
無
条
件
に
従
う
べ
き
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
弾
圧

や
迫
害
に
対
す
る
抵
抗
は
、
真
の
宗
教
の
内
容
を
め
ぐ
る
熾
烈
な
争
い
で
あ
り
、
真
の
宗
教
の
保
護
や
寛
容
は
異
端
の
排
除
と
密
接
不

可
分
な
形
で
理
解
さ
れ
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
教
義
を
急
進
化
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
抵
抗
権
の
行
使
は
、
絶
対
王
権
に
対
抗

す
る
封
建
諸
侯
や
貴
族
の
特
権
的
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
機
能
し
た
と
い
う
側
面
が
色
濃
く
、
人
民
の
名
の
下
に
急
進
化
す
る
側
面

を
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
文
書
は
、
武
力
闘
争
の
状
況
下
で
す
ぐ
に
消
え
去
っ
て
い
っ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
含
め
れ
ば
相
当
の
数
に
上
り
、

そ
の
内
容
や
根
拠
は
多
様
で
あ
っ
た
が
、
後
世
に
読
み
継
が
れ
た
も
の
は
、
国
王
の
干
渉
や
迫
害
に
対
し
て
人
民
が
抵
抗
す
る
こ
と
を

正
当
化
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
性
を
有
し
て
い
た
。
古
代
フ
ラ
ン
ス
に
由
来
す
る
立
憲
主
義
の
伝
統
と
身
分
制
議
会
に
保
持
さ

れ
て
い
た
国
王
の
選
出
や
廃
位
の
権
利
を
強
調
し
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
ト
マ
ン
の『
フ
ラ
ン
コ
＝
ガ
リ
ア（Franco-gallia

）』（
一
五
七
三

年
）、
政
治
権
力
の
根
拠
を
君
主
と
臣
民
と
の
統
治
契
約
に
見
出
し
、
君
主
の
契
約
違
反
が
契
約
を
解
消
さ
せ
武
力
抵
抗
を
正
当
化
す

る
と
し
た
テ
オ
ド
ー
ル
・
ベ
ー
ズ
の
『
臣
民
に
対
す
る
執
政
官
の
権
利
（D

e jure m
agistratuum

 in subditos et offi
cio subditorum

 

erga m
agistratus

）』（
一
五
七
二
）、
神
と
君
主
・
人
民
と
の
間
の
契
約
お
よ
び
君
主
と
人
民
と
の
契
約
に
基
づ
き
、
二
重
の
意
味
で
君

主
の
契
約
違
反
が
抵
抗
権
を
正
当
化
す
る
と
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ュ
・
プ
レ
ッ
シ
・
モ
ル
ネ
ー（
＝
ユ
ニ
ウ
ス
・
ブ
ル
ト
ゥ
ス
）『
僭

（
44
）
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主
に
対
す
る
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
（V

indiciae contra tyrannos

）』（
一
五
七
四
年
）、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
統
治
契
約
か
ら
逸
脱
す
る

君
主
の
問
題
を
論
じ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
統
治
権
に
つ
い
て
（D

e jure regni opud 

Scotos

）』（
一
五
七
九
年
）
と
い
っ
た
諸
著
作
は
、
抵
抗
権
思
想
を
基
礎
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
代
表

的
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
議
論
が
、
真
の
宗
教
に
導
か
れ
た
武
力
闘
争
を
単
に
正
統
化
す
る
煽
動
的
な
も
の
と
異
な
っ
て
い
た
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
国
家
が
、
神
の
摂
理
と
と
も
に
人
民
の
意
志
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
固
有
の
法
に
規
制
さ
れ
る
と
い
う
立
憲
思
想
を
正
面

か
ら
継
承
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、
抵
抗
権
行
使
が
秩
序
破
壊
の
元
凶
で
あ
る
と
の
批
判
を
で
き
る
だ
け
払

拭
す
る
と
と
も
に
、
単
な
る
熱
狂
と
暴
力
に
訴
え
か
け
る
抵
抗
の
主
張
と
は
異
な
り
、
抵
抗
権
の
問
題
を
政
治
権
力
の
正
統
性
お
よ
び

政
治
社
会
の
起
源
の
問
題
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
の
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
問
い
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
支
配
権
を
め
ぐ
る
所
有

（dom
inium

 publicum

）
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
暴
君
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

す
で
に
ロ
ー
マ
法
の
受
容
に
つ
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
支
配
権
が
人
民
か
ら
国
王
に
譲
渡
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
主

義
の
擁
護
と
立
憲
主
義
の
擁
護
と
を
分
け
る
契
機
と
な
っ
た
。言
う
ま
で
も
な
く
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
後
者
の
立
場
で
解
釈
を
試
み
る
が
、

そ
こ
で
強
調
す
べ
き
は
、
こ
の
支
配
権
の
所
有
者
が
君
主
で
は
な
く
人
民
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
王
権

を
弁
証
し
た
フ
ラ
ン
ス
法
学
は
、
ロ
ー
マ
私
法
か
ら
所
有
権
論
を
引
き
出
し
、
国
家
の
所
有
が
君
主
に
あ
る
こ
と
を
正
当
化
し
た
の
に

対
し
、
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
、
そ
の
所
有
が
単
一
人
格
と
し
て
の
「
人
民
」
に
あ
る
と
と
ら
え
た
。
構
成
員
一
人
一
人
と
は
異
な
る
単
一

人
格
と
し
て
のpopulus

は
、
す
で
に
バ
ル
ト
ル
ス
ら
に
よ
っ
て
単
一
の
法
人
格
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
そ

れ
を
立
憲
主
義
の
下
に
お
け
る
権
力
所
有
の
問
題
と
し
て
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
45
）

（
46
）

（
47
）
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ロ
ー
マ
法
の
用
法
に
よ
れ
ば
、im

perium

は
公
法
上
の
対
人
命
令
権
、dom

inium

は
私
法
上
の
対
物
支
配
権
を
意
味
し
て
い
た
が
、

中
世
の
封
建
社
会
に
お
い
て
は
、
領
地
の
所
有
と
領
地
の
支
配
を
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の

観
点
か
ら
人
民
主
権
を
理
解
す
れ
ば
、
国
家
（res publica

）
を
統
治
す
る
権
利
は
「
人
民
全
体
」
が
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
権
利
の
譲
渡
と
は
、
完
全
譲
渡
と
し
て
所
有
権
の
喪
失
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
君
主
や
下
位
の
執

政
官
は
「
人
民
全
体
」
に
代
わ
る
国
家
の
管
理
者
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
人
民
全
体
」
が
国
家
の
所
有
に
つ
い
て
の
最
高
権
利

を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
抵
抗
権
は
、
こ
のdom

inium

の
回
復
（『
学
説
彙
纂
』
第
六
巻
第
一
章
第
一
法
文
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
人
民
が
有
す
る
所
有
権
の
侵
害
行
為
に
対
し
て
は
適
切
な
手
続
き
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
君
主
の
支
配
権
と
人
民
の
権
利
（ius

）
と
の
関
係
を
弁
証
す
る
典
型
的
な
手
法
は
、
契
約
概
念
の
援
用
で
あ
る
。
こ
こ

で
契
約
概
念
が
用
い
ら
れ
る
狙
い
は
、
端
的
に
「
人
民
全
体
」
を
国
王
の
上
位
に
置
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お

い
て
基
本
的
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
“stipulation

”を
め
ぐ
る
理
解
の
影
響
が
あ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
契
約
の
性
質
は
、
契
約
当
事
者

の
一
方
で
あ
る
“stipulator

”が
問
い
を
発
し
、
こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
方
の
“prom

issor

”が
そ
れ
に
答
え
る
と
い
う
形
で
成
立
す
る

「
問
答
契
約
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
“stipulator

”の
要
請
に
対
し
て
“prom

issor

”が
そ
れ
を
履
行
す
る
と
い
う
義
務
を

負
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
片
務
契
約
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。モ
ル
ネ
ー
は
、こ
の
“prom

issor

”と
“stipulator

”と
の
関
係
を「
国

王
」
と
「
人
民
全
体
」
と
の
関
係
に
置
き
換
え
、「
人
民
全
体
」
に
優
越
的
地
位
が
あ
る
と
と
ら
え
た
の
で
あ
っ
た
。

モ
ル
ネ
ー
は
『
僭
主
に
対
す
る
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ
ア
エ
』
に
お
い
て
、
国
王
の
聖
別
式
に
お
い
て
結
ば
れ
る
二
つ
の
契
約
に
注
目
し
て

い
る
（
設
問
Ⅰ
第
三
章
）。
こ
の
二
つ
の
契
約
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
神
法
へ
の
服
従
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
十
戒
に
お
け
る
「
敬
虔
」

と「
正
義
」と
い
う
二
つ
の
掟
へ
の
服
従
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。「
敬
虔
」に
関
す
る
第
一
契
約
は
、神
と
君
主
・

（
48
）

（
49
）

（
50
）
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人
民
全
体
と
の
間
で
結
ば
れ
る
契
約
で
あ
る
（
設
問
Ⅰ
第
四
章
）。
こ
れ
は
、
神
を
崇
拝
す
る
こ
と
に
対
し
て
君
主
と
人
民
全
体
と
が

共
同
で
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
君
主
は
人
民
に
妨
害
さ
れ
ず
に
神
に
仕
え
、
人
民
を
神
の
法
の
範
囲
内
に
お

い
て
統
治
す
る
。
人
民
は
神
に
従
順
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
君
主
に
服
従
す
る
。

「
正
義
」
に
関
す
る
第
二
契
約
は
、
国
王
と
人
民
全
体
と
の
間
で
結
ば
れ
る
契
約
で
あ
る
（
設
問
Ⅲ
第
一
八
章
）。
こ
れ
は
、
神
が

選
ん
だ
あ
る
人
物
を
「
人
民
全
体
」
が
君
主
と
し
て
立
て
る
際
に
結
ぶ
契
約
で
あ
り
、
人
民
が
君
主
と
し
て
立
て
る
条
件
―
―
正
義
に

基
づ
く
統
治
・
生
命
や
財
産
の
安
全
・
人
民
の
防
衛
を
君
主
が
受
け
入
れ
る
と
い
う
約
束
で
あ
る
。
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
限
り
、

人
民
は
善
き
命
令
を
発
し
、
国
家
に
貢
献
し
、
君
主
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
国
内
に
は
、
君
主
と
同
様
に
、
人
民
か
ら

然
る
べ
き
権
力
を
与
え
ら
れ
た
下
位
の
執
政
官
や
身
分
制
議
会
が
存
在
し
、
国
王
の
統
治
を
監
視
す
る
役
割
を
負
っ
て
い
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
人
民
は
あ
ら
ゆ
る
権
力
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、こ
の
権
力
は
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
な
く
存
続
す
る
の
で
あ
り
、

君
主
は
法
の
支
配
を
貫
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
つ
の
契
約
か
ら
、
人
民
か
ら
選
出
さ
れ
た
と
い
う
条
件
に
違
反
し
た
場
合
は
抵
抗
権
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
と
、
神

に
対
す
る
共
同
責
務
を
国
王
が
逸
脱
し
た
場
合
は
下
位
の
執
政
官
の
義
務
と
し
て
国
王
の
解
任
を
求
め
る
と
い
う
見
解
が
引
き
出
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
契
約
当
事
者
と
し
て
想
定
さ
れ
た
「
人
民
全
体
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
抵
抗
主
体
と
な
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
抵
抗
権
の
行
使
主
体
と
し
て
実
質
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
民
か
ら
権
限
を
受
け
取
っ
た
執
政
官
た
ち

（m
agistratus

）、王
国
の
役
人（offi

ciarii

）、国
王
の
同
輩
者（pares
）、門
閥（patricii

）、貴
族（optim

ates

）＝
監
督
官（ephoros

）

で
あ
り
（
設
問
Ⅱ
第
五
章
）、
執
政
官
た
ち
が
構
成
す
る
民
会
（com

itia

）、
評
議
会
（consilium

 publicum

）、
三
部
会
な
ど
の
議
会
、

高
等
法
院
（
設
問
Ⅲ
第
七
章
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
具
体
的
な
人
格
的
存
在
と
し
て
の
人
民
が
契
約
行
為
を
し
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
主
体
に
よ
る
契
約
行
為
を
通
じ
て
、
人
民
が
具
体
的
な
実
態
と
し
て
見
出
さ
れ
て
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い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
契
約
違
反
か
ら
導
か
れ
る
抵
抗
権
は
、
も
う
一
つ
の
暴
君
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
。
伝
統
的
な
暴
君
殺
害
論
と

比
べ
て
、
そ
の
行
使
対
象
が
潜
在
的
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
元
来
、
宗
教
上
の
権
威
を
ロ
ー
マ
教
皇
が
独
占
し
て

い
た
時
代
に
見
出
さ
れ
た
抵
抗
権
は
、
一
二
世
紀
の
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン
に
せ
よ
、
一
三
世
紀
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
せ
よ
、

「
法
」
を
め
ぐ
る
世
俗
的
な
次
元
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』
第
三
巻
「
市
民
と
国
制
」
に
お

け
る
支
配
の
正
当
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
通
底
し
て
い
る
。公
共
の
利
益
を
重
ん
じ
る
国
制
は
正
し
さ
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

支
配
者
の
利
益
だ
け
を
重
ん
じ
る
国
制
は
す
べ
て
誤
っ
た
国
制
で
あ
り
、
正
し
い
国
制
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
（
第
六
章
）。
そ

の
正
し
さ
と
は
、
法
の
支
配
で
あ
り
、
徳
の
涵
養
で
あ
り
、
優
れ
た
人
格
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
の
理
想
君
主
論
（
君

主
の
鑑
）
の
思
想
史
的
系
譜
に
お
い
て
、
君
主
が
暴
君
で
あ
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
議
論
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
判
断
基

準
の
幅
は
あ
る
に
し
て
も
、
暴
君
と
見
な
さ
れ
た
場
合
は
殺
害
を
も
正
統
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
議
論
は
、
さ
ら
に
バ
ル
ト
ル
ス
に
由
来
す
る
「
資
格
な
き
暴
君
」
と
「
行
使
に
よ
る
暴
君
」
と
の
区
別

に
忠
実
で
あ
る
。「
資
格
な
き
暴
君
」
は
法
的
根
拠
な
し
に
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
が
人
民
と
個
人
に
許
さ
れ
る
の
に

対
し
、「
行
使
に
よ
る
暴
君
」
は
正
統
な
手
続
き
を
経
た
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
特
別
に
定
め
ら
れ
た
者
が
抵
抗
権
を
行
使
す
る
か
、

人
民
が
契
約
解
除
の
手
続
き
を
経
て
抵
抗
す
る
か
の
い
ず
れ
か
と
な
る
。

モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
、
こ
の
区
別
を
踏
ま
え
た
上
で
、
抵
抗
権
行
使
を
め
ぐ
る
判
断
を
、
支
配
者
の
正
統
性
の
み
な
ら
ず
、
統
治
の
正

統
性
を
問
う
こ
と
か
ら
導
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
五
六
〇
年
代
の
ユ
グ
ノ
ー
に
と
っ
て
、
す
で
に
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
ら
の
寛
容
政

策
は
受
容
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
が
、
宗
教
的
少
数
者
が
暴
君
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
現
実
に
直
面
す
る
な
か
、
問
題
と
さ
れ
た
の

は
暴
君
の
不
正
や
悪
徳
と
い
う
君
主
個
人
の
人
格
よ
り
、
君
主
に
よ
る
権
力
行
使
が
慣
習
的
制
約
を
い
か
に
容
易
く
破
っ
て
し
ま
う
か
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と
い
う
国
家
統
治
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
国
家
統
治
の
権
力
性
の
問
題
は
、
や
が
て
ホ
ッ
ブ
ス
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
け
る
代

表
人
格
論
へ
と
収
斂
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
や
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
暴
君
概
念
を
政
治
権
力
の
絶
対
性
に
拡
張
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
統
治
の
不
正
行
為
の
可
能
性
と
潜
在
性
の
す
べ
て
を
問
題
視
す
る
と
と
も
に
、
抵
抗
権
行
使
の
制
度
的

条
件
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

五　

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
人
民
主
権
論

≪
主
権
の
所
有
と
管
理
≫

さ
て
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
人
民
主
権
は
、
こ
う
し
た
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
議
論
を
媒
介
し
な
が
ら
、
中
世
の
ロ
ー
マ
法
と
公
会
議
主
義

を
正
面
か
ら
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。「
王
国
の
所
有
権
は
人
民
に
属
し
、
管
理
は
国
王
に
属
す
る
（Regni proprietas est populi, 

et adm
inistration regis

）」（Politica,Ⅸ
§

4

）
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
支
配
者
は
「
人
民
全
体
」
か
ら
委
託
さ

れ
た
権
限
に
基
づ
い
て
国
家
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
主
権
を
所
有
す
る
「
人
民
全
体
」
の
上
位
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
い
か
な
る
支
配
者
の
権
力
で
あ
れ
、
究
極
的
に
は
「
人
民
全
体
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

さ
に
、
絶
対
的
な
国
家
主
権
か
ら
法
の
支
配
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
主
権
へ
の
転
換
が
果
た
さ
れ
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
と
っ
て
の
国
家
と
は
、「
多
数
の
都
市
と
州
・
地
方
が
事
物
と
奉
仕
の
相
互
的
な
共
有
の
た
め
に
、
王
国
の
法
を

持
ち
、
制
定
し
、
執
行
し
、
擁
護
す
る
こ
と
を
自
ら
の
義
務
と
す
る
」
普
遍
的
な
公
的
生
活
共
同
体
で
あ
る
（Politica,Ⅸ

§§
1-3

）。

こ
れ
は
、
歴
史
的
に
は
様
々
な
性
質
・
権
限
・
意
向
を
有
す
る
諸
共
同
体
の
歴
史
的
集
積
た
る
政
治
共
同
体
に
外
な
ら
な
い
が
、
原
理

（
51
）

（
52
）

（
53
）
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的
に
は
「
特
殊
的
な
公
的
生
活
共
同
体
」
の
同
意
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
最
も
包
括
的
な
生
活
共
同
体
で
あ
る
。
こ
の
共
生
体
が
存
続
す

る
た
め
に
は
「
主
権
的
権
利
（ius m

ajestatis

）」
が
固
有
の
も
の
と
し
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
共
生
体
の
精
神
・
魂
・

生
命
で
あ
り
、
国
家
を
他
の
団
体
か
ら
区
別
す
る
基
準
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
バ
ル
ト
ル
ス
を
援
用
し
な
が
ら
、

こ
の
主
権
の
法
が
、
個
々
の
構
成
員
で
は
な
く
、
一
つ
に
結
び
合
っ
た
全
構
成
員
と
一
つ
に
結
合
し
た
国
家
全
体
に
帰
属
す
る
と
考
え

て
い
る
（Politica, Ⅸ

§
18

）。
主
権
に
関
す
る
事
柄
は
、「
共
通
な
同
意
を
し
た
構
成
員
全
体
（universa m

em
bra de com

m
uni 

consensu

）」
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
に
対
す
る
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
痛
烈
な
批
判
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
か
ら
導
か
れ
る
（Politica, Ⅸ

§§
20-24

）。
政
治
に
お
い
て

主
権
的
権
利
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
支
配
権
力
は
「
共
生
」
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ア
ル
ト
ジ

ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
ボ
ダ
ン
が
主
権
を
「
国
家
の
絶
対
的
か
つ
永
続
的
な
権
力
」
と
定
義
し
、
そ
れ
が
特
定
の
人
格
に
絶
対
的
な
形
で
帰

さ
れ
る
と
し
た
こ
と
は
誤
り
に
外
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
主
権
と
は
、（
永
久
法
や
自
然
法
に
服
す
る
以
上
）
無
制
約
の
最
高
権
力
な

ど
で
は
な
く
、
聖
俗
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
政
治
権
力
な
の
で
あ
る
（Politica,Ⅸ

§§
20-21

）。
そ
れ
は
、
す
べ

て
の
多
様
性
や
差
異
性
を
始
原
的
に
統
一
す
る
と
い
う
意
味
で
の
権
力
の
絶
対
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
多
様
性
や
差
異
性
を
尊

重
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
権
力
の
統
一
性
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
人
民
全
体
」
の
先
行
性
に
よ
っ
て
、
支
配
権
の
所
有
者
と
代
理
人
の
関
係
（Politica, XⅧ§

14

）
が
明
確
と
な
る
。
選

挙
人
は
、
王
国
の
法
と
制
約
、
保
護
、
政
府
、
管
理
に
し
た
が
っ
て
、
適
切
な
役
人
を
採
用
し
、
授
与
し
、
委
任
し
、
職
務
の
宣
誓
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
役
人
に
王
国
に
対
す
る
義
務
づ
け
を
す
る
。
選
ば
れ
た
役
人
は
、
管
理
を
与
え
る
法
に
従
っ
て
、
結
合
体
の
有
用
性

と
福
利
の
た
め
に
委
ね
ら
れ
た
保
護
と
管
理
を
引
き
受
け
る
（Politica, XⅧ§§

5-6

）。
国
家
を
管
理
す
る
権
力
と
権
利
が
、
人
民
全
体

の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
た
合
意
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
普
遍
的
結
合
体
に
よ
っ
て
、
選
ば
れ
た
役
人
と
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
委
託
さ
れ
る

（
54
）
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（Politica, XⅧ§
7

）。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
支
配
者
は
、
そ
の
職
務
に
お
い
て
全
人
民
を
代
表
し
、
そ
の
人
格
（Person

）
を
表

す
と
し
て
も
、
人
民
以
上
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
（Politica, C.XⅧ§§

26-27

）。
こ
れ
は
、
上
述
し
た
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
議

論
を
正
面
か
ら
継
承
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

≪
監
督
官
と
最
高
執
政
官
、
あ
る
い
は
抵
抗
権
≫

も
っ
と
も
、
こ
の
「
人
民
全
体
」
は
支
配
権
の
根
拠
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
具
体
的
な
行
為
主
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
ア
ル
ト
ジ
ウ

ス
が
こ
こ
で
想
定
し
て
い
る
の
は
、
古
代
ロ
ー
マ
に
起
源
を
有
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
第
四
巻
第
二
〇
章
第
三
一
節
）

に
お
い
て
も
想
定
さ
れ
た
監
督
官
で
あ
る
。
人
民
は
、
必
要
性
と
有
用
性
に
お
い
て
、
自
ら
の
活
動
を
監
督
官
に
委
ね
る
の
で
あ
り

（Politica, XⅧ§
56

）、
人
民
全
体
の
同
意
、
つ
ま
り
国
家
の
自
然
と
慣
習
に
し
た
が
い
、
部
族
、
百
人
組
、
行
政
区
、
個
々
の
構
成

員
な
ど
の
意
向
の
集
積
を
通
じ
て
選
ば
れ
る
の
で
、
監
督
官
が
行
う
こ
と
は
人
民
全
体
の
活
動
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る

（Politica, XⅧ§
59

）。

こ
の
監
督
官
に
は
、
五
つ
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
（Politica, XⅧ§

63

）。
①
最
高
長
官
と
管
理
者
を
選
ぶ
こ
と
、
②
最
高
長
官

と
一
般
管
理
者
を
そ
の
職
責
の
制
限
と
範
囲
に
抑
制
し
、
人
民
が
最
高
長
官
に
委
ね
な
か
っ
た
自
由
や
諸
権
利
の
擁
護
者
な
ど
と
し
て

仕
え
る
こ
と
、
③
国
王
が
空
位
の
期
間
、
次
期
最
高
長
官
が
選
ば
れ
る
ま
で
代
行
を
な
す
こ
と
、
④
専
制
的
な
最
高
長
官
を
罷
免
す
る

こ
と
、
⑤
最
高
長
官
と
そ
の
権
利
を
擁
護
す
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
監
督
官
が
何
ら
か
の
力
を
発
揮
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
君
主
の
力
が
無
力
化
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
監
督
官
の
役
割
は
、
人
民
の
意
志
を
体
現
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
が
、
監
督
官
の
役
割
は
全
体
的
な
も
の

（Politica, XⅧ§
90

）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
最
高
執
政
官
が
自
ら
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
配
慮
す
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る
も
の
で
あ
る
。
力
は
分
散
さ
れ
て
い
る
方
が
有
用
で
あ
り
、
多
く
の
人
々
の
間
に
伝
達
さ
れ
た
方
が
国
家
運
営
は
う
ま
く
い
く

の
で
あ
る
（Politica, XⅧ§

72

）。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
バ
ー
ク
レ
ー
を
批
判
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
論
脈
に
お
い
て
で
あ
る
（Politica, XⅧ§

92

）。
か
な
り
の
紙
幅

を
割
い
て
な
さ
れ
て
い
る
批
判
は
、「
個
々
人
は
王
の
下
に
あ
る
が
人
民
全
体
は
王
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
原
則
を
改
め
て
確
認
す
る

も
の
で
あ
り
、
王
は
人
民
全
体
の
問
題
を
管
理
す
る
の
で
あ
っ
て
、
暴
君
は
そ
の
逆
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（Politica, 

XⅧ§
94

）。
こ
こ
で
も
バ
ル
ト
ル
ス
を
援
用
し
な
が
ら
、
よ
り
偉
大
な
も
の
と
し
て
の
王
が
下
位
の
者
に
し
た
が
う
こ
と
は
何
ら
不
合

理
で
は
な
い
し
、
自
然
に
反
す
る
こ
と
で
も
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
（Politica, XⅧ§

98

）。

こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
統
治
契
約
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
最
高
執
政
官
に
よ
っ
て
執
行

さ
れ
る
す
べ
て
の
権
限
は
、「
結
合
体
全
体
（corpus universalis consociationis

）」
に
固
有
に
属
す
る
も
の
（proprietas

）
で

あ
る
（Politica, XIX§§

2-5

）。
こ
の
最
高
執
政
官
と
人
民
と
の
関
係
は
「
委
任
す
る
結
合
体
（consociatio m

andans

）」
と
そ
の
「
委

任
を
受
け
た
も
の
（m

andatarius

）」
と
の
間
の
相
互
契
約
で
あ
る
（Politica, XIX§§

6-7

）。

最
高
執
政
官
は
、
王
国
の
構
成
員
が
結
合
体
全
体
の
体
か
ら
譲
り
渡
さ
れ
た
王
国
の
支
配
と
執
行
に
従
事
す
る
最
高
執
政
官
に
従

順
に
義
務
を
負
う
よ
う
に
し
て
立
て
ら
れ
る
。
ま
た
、
最
高
執
政
官
は
、
人
民
と
最
高
執
政
官
と
が
、
服
従
と
支
配
の
形
式
と
方

式
に
関
す
る
、
す
な
わ
ち
、
相
互
に
誠
実
に
承
諾
さ
れ
受
容
さ
れ
約
束
さ
れ
た
制
約
に
関
す
る
一
定
の
法
と
協
定
に
従
っ
て
互
い

に
契
約
を
結
ぶ
よ
う
に
し
て
立
て
ら
れ
る
。
／
最
高
執
政
官
と
結
ば
れ
た
こ
の
契
約
す
な
わ
ち
委
任
契
約
が
、
契
約
を
結
ぶ
ど
ち

ら
の
当
事
者
を
も
拘
束
す
る
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
正
に
契
約
を
取
り
消
し
た
り
、
侵
害
す
る
こ
と

が
、
執
政
官
に
も
臣
民
に
も
許
さ
れ
な
い
た
め
に
で
あ
る
（Politica, XIX§

6
）。

（
55
）
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こ
の
統
治
契
約
は
、
ま
さ
に
中
世
に
起
源
を
有
す
る
立
憲
思
想
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
（Politica, XIX§§

23-24

）。
そ
れ
は
、
支

配
者
と
人
民
と
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
民
が
契
約
を
破
る
な
ら
、
支
配
者
は
義
務
を
免
れ
る
し
、
支
配
者
が
契
約
を
破
る
な
ら
、

あ
ら
ゆ
る
契
約
上
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
、任
意
に
、新
し
い
支
配
者
あ
る
い
は
統
治
体
制
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（Politica, 

XX§§
19-21

）。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
お
け
る
抵
抗
権
の
根
拠
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス
に
由
来
す
る
「
資
格
な
き
暴
君
」
と
「
行
使
に

お
け
る
暴
君
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
ず
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
と
っ
て
「
資
格
な
き
暴
君
」
は
単

な
る
私
人
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
暴
君
概
念
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
抵
抗
権
は
、
あ
く
ま
で
も
「
行
使
に
お
け
る
暴

君
」
を
め
ぐ
る
と
こ
ろ
に
問
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
国
家
体
制
そ
の
も
の
が
専
制
に
陥
る
こ
と
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

（Politica, XXXVIII§
27

）。
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
議
論
は
、
権
力
の
専
制
化
を
問
題
に
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
支
配
者
個
人
の
人
格
性

を
直
接
的
に
問
う
こ
と
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
の
で
、
抵
抗
権
を
行
使
す
る
か
否
か
の
判
断
基
準
が
曖
昧
化
し
、
そ
れ
が
秩
序
破
壊
を
招

来
す
る
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
暴
君
の
問
題
を
支
配
者
の
人
格
問
題
か
ら
切

り
離
し
、
秩
序
全
体
の
問
題
と
し
て
権
力
の
専
制
化
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
抵
抗
権
の
行
使
は
、
全
体
と
し
て
の
人
民
に
だ
け
与
え
ら
れ
、
人
民
の
名
に
お
い
て
監
督
官
に
与
え
ら
れ
る
。
監
督
官
が

不
在
の
場
合
は
、
地
方
の
保
護
者
（
伯
爵
、
君
主
、
王
侯
）、
さ
ら
に
そ
れ
ら
も
不
在
の
場
合
は
、
団
体
、
会
議
、
部
族
、
百
人
隊
、

王
国
の
全
人
民
が
区
分
さ
れ
て
い
る
階
級
、
こ
れ
ら
の
管
理
者
が
か
か
わ
る
。
こ
の
抵
抗
権
は
国
家
全
体
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
こ
と

が
肝
要
で
あ
り
、
監
督
官
全
体
は
、
暴
君
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
改
心
を
勧
め
て
も
成
果
が
な
く
、
他
に
平
和
的
な
手
段
を
試
み
て

も
無
駄
で
あ
る
場
合
、
は
じ
め
て
暴
君
を
国
家
か
ら
奪
い
取
り
、
暴
力
を
持
っ
て
追
放
あ
る
い
は
死
刑
の
判
決
を
下
し
処
刑
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
（Politica, XXXVIII§§

53-64

）。
し
た
が
っ
て
国
家
の
各
部
分
は
、
そ
の
最
高
の
保
護
者
に
よ
る
結
合
契
約
破
棄
の
場
合
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に
は
、解
放
さ
れ
、独
立
国
家
と
し
て
統
治
組
織
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（Politica, XXXVIII§

76, §§
110-114

）。

こ
う
し
た
抵
抗
権
行
使
が
秩
序
破
壊
と
一
線
を
画
し
う
る
の
は
、
そ
れ
が
権
利
の
演
繹
と
し
て
で
は
な
く
、
所
与
の
秩
序
に
見
出
さ

れ
る
事
実
性
を
根
拠
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
改
め
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
主
権
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
確
認
し
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。

≪
法
学
的
思
考
と
政
治
学
的
思
考
≫

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
ボ
ダ
ン
が
根
拠
な
し
に
主
権
を
政
治
共
同
体
に
先
行
さ
せ
た
こ
と
に
異
義
を
唱
え
、
主
権
の
源
泉
を
問
う
こ
と

を
試
み
よ
う
と
し
た
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
法
学
と
政
治
学
と
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
か
ら
導
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
法
学
と
は

主
権
の
諸
源
泉
に
基
づ
い
て
権
利
を
引
き
出
し
、
法
的
判
断
を
推
論
し
て
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
政
治
学
と
は
事
実

（factum

）に
関
す
る
情
報
・
示
唆
・
知
識
を
明
ら
か
に
し
、主
権
の
諸
源
泉（capita m

ajestatis

）を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る（Politica, 

praefatio

）。
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
考
え
る
政
治
は
、
主
権
と
い
う
法
学
的
枠
組
み
か
ら
権
力
に
よ
っ
て
事
実
を
規
定
し
て
い
く
よ
り
も

先
に

0

0

、
事
実
を
事
実
と
し
て
判
断
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を
調
達
し
て
い
く
営
み
な
の
で
あ
る
。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
事
実
か
ら
判
断
さ
れ
る
政
治
をsym

biotics

と
呼
び
、「
人
々
の
生
活
共
同
体
を
確
立
し
、
育
み
、

保
持
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
人
々
を
結
合
す
る
技
術
」（Politica,Ⅰ

§§
1-2

）
と
し
て
、「
共
生
（sym

biosis

）」
を
具
現
す
る
営

み
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
（Politica,Ⅰ

§§
32-33

）。
共
生
と
し
て
の
政
治
か
ら
法
権
利
が
導
き
出
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
根
源

に
は
、
こ
の
相
互
依
存
の
つ
な
が
り
を
積
極
的
に
自
覚
し
て
い
く
こ
と
が
通
底
し
て
お
り
、
そ
の
認
識
と
判
断
を
通
じ
て
共
生
を
見
出

し
て
い
く
こ
と
が
政
治
の
営
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
個
々
の
事
実
を
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
帰
納
論
的
な
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
帰
納
論
的
な
政
治
こ
そ
が
、
演
繹
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論
的
な
法
学
と
の
違
い
で
あ
り
、
そ
れ
が
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
と
ボ
ダ
ン
と
の
根
本
的
な
違
い
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
思
考
方
法
は
、
ま
さ
に
バ
ル
ト
ル
ス
の
条
例
理
論
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
帝
国
の
統
治
に
対
し
て
、
都
市
に
お
い
て
実
践

さ
れ
て
い
る
自
治
を
事
実
上
優
先
さ
せ
る
考
え
方
と
共
通
し
て
い
る
。
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
生
活
共
同
体
の
実
態
の
中
に
見
出
さ
れ
る

諸
機
能
、
つ
ま
り
共
生
者
が
自
然
に
よ
っ
て
織
り
な
す
実
践
を
、「
す
べ
て
の
者
の
福
利
」
へ
と
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
様
々
な
調
整

や
と
り
ま
と
め
を
す
る
政
治
的
な
技
術
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
人
々
の
生
活
共
同
体
を
確
立
し
、
育
み
、
保
持
す
る
と
い
う

目
的
の
た
め
に
人
々
を
結
合
す
る
技
術
」（Politica,Ⅰ
§§

1-2

）
と
い
う
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
の
定
義
を
改
め
て
想
起
す
れ
ば
明
ら

か
な
よ
う
に
、
特
定
の
意
思
に
還
元
さ
れ
た
り
独
占
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
生
者
の
有
機
的
な
相
互
の
つ
な
が
り
を
、
自

然
と
い
う
条
件
の
下
に
創
造
・
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
人
民
全
体
」
と
は
、
共
生

す
る
人
間
の
相
互
依
存
性
を
言
い
表
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
主
権
が
人
民
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
が
都
市
や
州
と
い
っ
た
生
活
共
同
体
の
重
層
的
な
結
合
に
立
脚
す
る
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
主
権
と
は
す
べ
て
の
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
１
）　

O
・
ギ
ー
ル
ケ
『
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
―
自
然
法
的
国
家
論
の
展
開
及
び
法
体
系
学
説
史
研
究
』（
笹
川
紀
勝
・
本
間
信
長
・
増
田
明

彦
訳
）、
勁
草
書
房
、
一
一
六
―
一
二
〇
頁
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２
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―
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J
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H
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ッ
ク
と
主
権
理
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―
イ
ギ
リ
ス
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政
治
思
想
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け
る
混
合
政
体

と
抵
抗
権
』（
今
中
比
呂
志
・
渡
辺
有
二
訳
）、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
二
八
―
二
九
頁
。

（
３
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R
・
ト
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『
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ル
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流
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雄
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書
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、
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九
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年
、
四
五
―
四
九
頁
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（
４
）　E.H

.K
assm

ann, “Popular Sovereignty at the Beginning of the D
utch A

ncien Regim
e”, A

cta historiae neerlandica, vol.14, 
1981, pp.1-28. ; H

.J.Berm
an, Law

 and R
evolutionⅡ

,T
he Im

pact of the Protestant R
eform

ations on the W
estern Legal 

（
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）

123

 アルトジウスの人民主権論とその思想史的源流（関谷）

― ―



T
radition, Cam

bridge, M
A

: H
arvard U

niversity Press, 2003, pp.124-126. ; John W
itte, JR, 

“Natural rights, popular 
sovereignty, and covenant politics: Johannes A

lthusius and the D
utch Revolt and Republic

”, T
he R

eform
ation of R

ights: 
Law

, R
eligion, and H

um
an R

ights in E
arly M

odern Calvinism
, Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity Press, 2007, pp.143-207.
（
５
）　

B
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
『
立
憲
思
想　

始
源
と
展
開　

一
一
五
〇
―
一
六
五
〇
』（
鷲
見
誠
一
訳
）、
慶
應
通
信
、
一
九
八
六
年
。

（
６
）　E.Reibstein, Johannes A

lthusius als Fortsetzer der Schule von Salam
anca: U

ntersuchungen zur Ideengeschichte des R
echt-

Staates und zur altprotestantischen N
aturrechtslehr, K

arlsruhe: C.F.M
üller, 1955.  

Q
・
ス
キ
ナ
ー
『
近
代
政
治
思
想
の
基
礎
』（
門

間
都
喜
郎
訳
）、
春
風
社
、
二
〇
〇
九
年
。

（
７
）　S.J.Gravill, R

ediscovering the N
atural Law

 in R
eform

ed T
heological E

thios, Grand Rapids, M
I: W

illiam
 B. Eerdm

ans, 
2006, pp.125-150. ; R.V

.Friedebung and M
. Seidler, “T

he H
oly Rom

an Em
pire of the Germ

an N
ation” in H

.A
.Lloyd,  G.

Burgess and S.H
odson(ed.), E

uropean Political T
hought 1450-1700 R

eligion, Law
 and Philosophy, N

ew
 H

aven and London: 
Y

ale U
niversity Press,2007, pp.134-139.

（
８
）　

エ
メ
＝
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
マ
ル
テ
ィ
モ
ー
ル
『
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
家
と
教
会
』（
朝
倉
剛
・
羽
賀
賢
二
訳
）、
白
水
社
、

一
九
八
七
年
。

（
９
）　

佐
々
木
毅
『
主
権
・
抵
抗
権
・
寛
容
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
五
―
一
八
頁
。

（
10
）　

P
・
ス
タ
イ
ン
『
ロ
ー
マ
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』（
屋
敷
二
郎
監
訳
）、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
七
―
一
一
二
頁
。

（
11
）　H

.A
.Lloyd, 

“Constitutionalism

” in J.H
.Burns (ed.) T

he Cam
bridge H

istory of Political T
hought 1450-1700, Cam

bridge: 
Cam

bridge U
niversity Press, 1991, pp.264-273.
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